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済
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政
治
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展
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そ
の
史
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概
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三
　
（
承
前
）
国
民
国
家
の
強
大
な
絶
対
主
義
権
力
も
、
そ
れ
自
体
の
内
に
も
つ
請
六
の
矛
盾
に
ゆ
さ
ぶ
ら
れ
て
、
漸
次
変
貌
の

道
を
歩
ま
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
重
商
主
義
を
崩
壌
に
導
い
た
事
態
の
推
移
は
ど
の
国
民
国
家
に
も
先
後
し
て
訪
れ
た
の
で
あ
る
。

強
権
に
よ
る
拘
束
に
対
す
る
批
判
と
反
撃
は
、
経
済
的
発
展
と
こ
れ
を
支
え
る
思
想
的
成
熟
の
中
に
、
次
第
に
力
を
加
え
て
い
っ
た

の
で
あ
る
・
重
商
主
義
は
そ
れ
白
ら
の
衰
弱
の
種
を
時
い
た
と
い
え
よ
う
。
け
だ
し
、
重
商
主
義
の
拝
金
思
想
は
中
世
的
禁
欲
主
義

や
節
倹
生
活
の
重
圧
の
中
か
ら
個
人
を
解
き
放
つ
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
商
業
活
動
を
通
じ
て
富
の
増
確
を
図
る

た
め
の
新
し
い
発
想
と
思
考
方
法
と
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
．
重
商
主
義
体
制
に
あ
っ
て

は
・
個
人
の
経
済
活
動
も
中
央
的
権
力
の
利
益
に
即
し
て
鴬
ま
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
体
制
が
育
て
あ
げ
た
商
業
活
動
の
伸

張
の
中
に
、
商
行
為
に
固
有
の
私
的
営
利
の
追
求
と
そ
の
た
め
の
事
業
の
開
発
へ
の
志
向
が
一
口
同
ま
り
、
つ
い
に
は
、
国
家
的
統
制
の

対
象
も
方
法
も
人
六
に
と
つ
て
肯
定
し
難
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
。
そ
の
結
果
は
、
重
商
主
義
的
統
制
手
段
が
つ
い
に

は
個
人
的
利
益
の
た
め
の
統
制
に
変
貌
し
て
い
く
傾
向
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
試
み
に
イ
ギ
リ
ス
に
つ
い
て
こ
れ
を
見
れ

ぱ
、
十
七
世
紀
○
初
頭
に
あ
っ
て
は
、
極
め
て
細
部
に
亙
っ
て
の
経
済
統
制
が
政
府
自
体
の
利
益
を
目
的
と
し
て
施
行
せ
ら
れ
て
い
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た
に
も
拘
ら
ず
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
治
世
の
末
期
に
な
る
と
、
そ
の
統
制
は
個
別
的
規
制
か
ら
一
般
的
規
制
へ
、
ま
た
政
府
の
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

的
利
益
の
た
め
と
い
う
よ
り
特
定
杜
会
階
級
（
市
民
）
の
利
益
の
た
め
と
い
う
ふ
う
に
転
移
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
旧
い
産
業
に
課
せ
ら
れ
て
い
た
煩
禎
な
拘
束
か
ら
新
し
い
産
業
を
解
き
放
っ
て
、
新
興
○
マ
ヌ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
を
助
成
し
よ

う
と
す
る
方
向
を
辿
っ
た
の
で
あ
る
。
統
制
法
規
の
体
系
と
も
い
う
べ
き
イ
ギ
リ
ス
の
法
制
も
新
し
い
杜
会
勢
力
の
成
長
と
と
も
に

次
第
に
そ
の
適
田
川
が
緩
和
さ
れ
て
ゆ
き
、
個
人
的
利
益
の
増
大
の
た
め
の
機
会
を
要
求
す
る
個
人
的
勢
力
を
育
て
上
げ
て
い
っ
た
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
新
興
企
業
階
級
の
経
済
的
白
由
に
対
す
る
要
求
は
、
商
業
の
発
展
、
統
制
の
緩
和
、
機
械
の
発
明
と
い
っ
た
諦

契
機
に
育
く
ま
れ
な
が
ら
、
重
商
主
義
的
統
制
と
両
立
し
得
な
い
ま
で
に
強
力
な
も
の
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
四
　
右
に
見
た
よ
う
な
新
し
い
杜
会
的
諸
勢
力
が
機
械
の
登
場
を
迎
え
た
と
こ
ろ
に
産
業
革
命
が
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
穴
２
に

は
じ
ま
る
一
連
の
繊
維
作
業
擦
械
の
発
明
改
良
と
勾
Ｏ
Ｏ
巨
鼻
や
オ
２
津
な
ど
に
よ
る
新
し
い
動
力
機
関
の
発
明
と
が
握
手
し
た
と

こ
ろ
に
生
産
力
の
飛
躍
的
増
大
が
も
た
ら
さ
れ
た
。
十
八
世
紀
を
通
じ
て
続
六
登
場
し
た
機
械
が
与
え
た
直
接
的
影
欝
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
、
旧
い
家
内
榊
生
産
か
ら
工
場
制
生
産
へ
の
改
変
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
個
人
が
白
已
の
工
房
で
ｎ
分
の
道
具
を
使
っ
て

制
作
し
て
い
た
い
わ
ゆ
る
球
内
工
業
が
支
酎
的
で
あ
っ
た
時
代
に
あ
っ
て
も
、
若
干
の
株
式
組
織
も
あ
れ
ぱ
、
マ
ヌ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ

生
産
の
た
め
の
質
本
な
い
し
資
本
的
設
術
も
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
へ
新
し
い
機
械
的
生
産
手
段
が
導
入
さ
れ
る
と
、
こ
れ
を
購
入

れ
る
た
め
の
資
金
も
要
る
し
、
こ
れ
を
運
転
す
る
た
め
の
労
働
煮
も
脈
い
い
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
こ
れ
に
よ
っ
て
発
爆

的
に
蛸
大
し
た
生
産
物
１
１
商
品
ｏ
販
売
ｏ
た
め
の
組
織
も
聴
傭
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
原
料
資
材
ｏ
類
を
不
断
「
」
供

総
も
し
た
く
て
は
た
ら
な
い
。
旅
木
Ｏ
｝
要
は
急
速
度
に
高
ま
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
近
代
的
意
味
で
Ｏ
工
場
制
生
産
が
歴
史



上
に
そ
の
姿
を
顕
わ
し
た
の
は
ま
さ
に
こ
の
時
期
に
お
い
て
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
新
現
象
は
生
産
の
飛
躍
的
増

大
を
も
た
ら
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
　
一
切
の
杜
会
制
度
○
上
に
も
瞠
目
す
べ
き
衝
撃
を
与
え
た
。
ま
た
、
綜
劃
運
動
（
■
目
。
一
。
。
。
自
、
。

旨
婁
・
冒
彗
汁
）
の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
イ
ギ
リ
ス
の
農
業
革
命
も
、
そ
の
成
果
の
程
度
三
１
、
異
る
が
、
　
ほ
ぽ
産
業
革
命
の
そ
れ
と
平

行
し
た
過
程
を
辿
っ
た
と
い
え
る
。
十
五
世
紀
の
中
葉
に
す
で
に
こ
の
運
動
の
端
緒
は
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
十
七
世
紀
に
一
時
中

断
し
て
い
て
、
十
八
世
紀
に
至
っ
て
再
び
勢
い
を
盛
り
返
し
た
。
運
動
の
主
導
者
は
企
業
的
小
作
人
（
｛
単
、
昌
。
、
）
と
領
主
で
あ
っ
た
。

新
し
い
農
耕
器
械
や
肥
料
を
使
用
す
る
た
め
に
は
旧
い
協
同
耕
作
の
制
約
を
う
け
ず
、
耕
地
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
っ
た
し
、
こ
れ

が
土
地
の
生
産
力
を
高
め
、
引
い
て
は
純
益
や
地
代
を
引
上
げ
る
こ
と
に
も
な
る
。
議
会
は
法
律
（
同
箏
。
一
。
。
。
自
、
。
＞
。
汁
）
を
制
定
し
て
、

そ
の
大
規
模
か
つ
半
強
制
的
な
推
進
を
は
か
っ
た
。
綜
劃
さ
れ
た
農
地
は
い
わ
ば
私
的
所
有
権
の
確
立
し
た
土
地
で
あ
る
。
も
は
や

何
人
の
制
肘
も
う
け
ず
臼
由
に
経
営
し
う
る
土
地
で
あ
る
。
増
大
し
た
生
産
力
と
高
い
利
潤
に
擁
護
さ
れ
て
、
直
営
土
地
貴
族
も
大

農
中
農
小
農
も
、
そ
れ
ぞ
れ
郁
市
の
商
業
活
動
に
対
抗
し
て
農
場
経
営
に
当
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
も
、
企
業
的
小
作
人
の
発
展

は
資
本
家
的
小
作
人
（
一
彗
。
・
二
睾
豪
・
）
を
育
成
し
、
中
小
農
民
の
農
業
労
働
老
へ
の
転
落
を
代
償
と
し
つ
つ
も
、
近
代
農
業
の
範
型

に
ま
で
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

　
個
人
的
企
業
が
国
家
の
政
治
的
請
拘
束
か
ら
解
き
放
た
れ
て
ｎ
己
に
有
利
な
経
済
活
動
を
鴬
み
う
る
堪
盤
と
な
っ
た
諮
制
度
は
、

概
ね
十
七
、
八
の
両
世
紀
問
に
お
い
て
用
意
さ
れ
た
と
い
え
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
な
く
し
て
は
個
人
企
業
制
度
は
育
つ
こ
と
が
で

き
荏
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
諦
制
度
は
、
ほ
ぽ
こ
の
期
問
に
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
す
ぺ

て
の
制
皮
は
文
化
的
複
合
体
〇
一
分
肢
で
あ
る
。
あ
る
も
の
は
既
に
完
成
し
て
お
り
、
あ
る
も
の
は
形
成
の
途
次
に
あ
る
と
い
っ
た

先
後
は
あ
る
に
し
て
も
、
す
べ
て
は
長
期
の
歴
史
的
過
程
の
中
で
準
傭
さ
れ
、
形
成
さ
れ
て
、
こ
の
期
に
至
っ
て
、
新
時
代
の
構
遣
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契
機
を
な
す
諮
要
因
が
出
揃
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
私
的
所
有
に
か
か
わ
る
法
的
権
利
は
遠
く
ロ
ー
マ
時
代
か
ら

姶
ま
っ
て
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
に
至
る
ま
で
漸
次
強
化
の
過
程
を
辿
っ
て
来
て
い
る
し
、
ま
た
、
契
約
の
神
聖
に
か
か
わ
る
法
制

に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
独
立
生
産
者
の
集
団
も
長
い
問
に
集
積
さ
れ
て
来
て
、
こ
れ
が
資
本
の
蓄
積
と
企

業
家
（
資
本
家
的
所
有
者
階
級
）
と
の
緒
合
を
ま
っ
て
工
場
制
生
産
様
式
の
導
入
に
一
つ
の
礎
石
を
打
ち
た
て
た
の
で
あ
る
。
重
商
主

義
時
代
の
イ
ギ
リ
ス
の
大
貿
易
商
杜
も
、
　
回
ー
マ
時
代
の
８
豪
０
ｑ
ぎ
か
ら
、
中
世
期
に
お
け
る
或
る
種
の
ギ
ル
ド
を
へ
て
株
式
組

織
（
亘
目
汁
鼻
Ｏ
鼻
）
へ
と
そ
の
発
展
の
系
譜
を
さ
ぐ
る
こ
と
が
で
き
る
。
企
業
経
営
の
た
め
の
会
計
制
度
も
、
十
分
洗
練
さ
れ
た
も

の
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
重
要
性
は
十
分
認
識
さ
れ
て
い
た
。
貨
幣
制
度
も
ン
、
の
淵
源
は
古
く
遡
る
こ
と
が
で

き
る
が
、
十
七
、
八
世
紀
に
な
っ
て
急
激
に
活
澱
化
し
た
の
で
あ
る
。
信
用
制
度
に
つ
い
て
も
事
態
は
全
く
同
様
で
あ
る
。
そ
の
発

展
は
貨
幣
流
通
の
拡
大
と
平
行
し
て
お
り
、
ニ
ハ
九
一
年
の
英
蘭
銀
行
の
創
設
が
貨
幣
制
度
に
と
っ
て
も
信
用
制
度
に
と
っ
て
も
、

確
乎
と
し
た
祉
会
的
基
盤
を
確
立
し
た
と
き
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
保
険
制
度
も
十
七
世
紀
の
末
葉
に
は
か
な
り
の
発
展
を
と
げ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ち

て
冒
険
的
企
業
活
動
の
支
え
に
な
っ
た
。
中
世
に
お
け
る
市
（
ざ
峯
、
■
奮
互
も
重
商
主
義
時
代
を
通
じ
て
存
続
し
、
こ
れ
が
白
由
競

争
に
よ
る
価
格
形
成
を
促
し
、
商
人
の
杜
会
的
機
能
を
認
識
さ
せ
る
と
と
も
に
、
彼
ら
の
営
利
行
為
の
権
利
を
容
認
さ
せ
る
ま
で
に

至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
当
代
の
某
木
的
経
済
諦
制
度
や
ｎ
由
経
済
活
動
の
範
型
は
、
後
年
の
目
覚
ま
し

い
発
展
を
経
た
も
の
と
比
べ
れ
ぱ
、
極
め
て
幼
稚
た
も
の
に
逃
ぎ
な
か
っ
尤
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
だ
が
、
ま
さ
に
こ
の
時
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

か
ら
、
旧
い
澱
ん
だ
水
が
醐
き
だ
し
た
の
で
あ
る
。
新
し
い
経
済
的
世
界
の
流
れ
が
次
第
に
そ
の
力
を
結
集
し
だ
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
経
済
変
動
は
、
思
想
界
、
殊
に
、
杜
会
経
済
な
い
し
礼
会
化
活
を
営
む
個
人
の
位
附
に
か
か
わ
る
忠
想
に
つ
い
て
の

顕
著
な
変
化
を
伴
わ
た
い
わ
け
に
い
か
た
か
っ
た
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
イ
ギ
リ
ス
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
運
動
は
、
神
学



的
権
威
主
義
を
拒
択
し
、
宗
教
行
事
へ
の
政
治
的
介
入
に
制
限
を
加
え
、
個
人
的
権
利
を
強
調
し
た
。
拡
大
し
つ
つ
あ
る
白
由
に
一

そ
う
の
積
極
的
展
開
を
期
す
る
た
め
に
は
、
個
人
的
創
意
に
一
段
と
十
分
な
表
現
の
機
会
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
さ

に
十
七
世
紀
の
後
半
に
な
る
と
、
オ
¢
葦
昌
は
重
力
を
発
見
し
『
白
然
哲
学
」
（
勺
巨
畠
・
冨
茅
霊
ざ
邑
一
。
。
軍
一
冒
盲
・
旨
牡
ぎ
昌
苧

邑
・
戸
Ｈ
・
。
芦
）
を
上
梓
し
た
が
、
こ
れ
が
自
然
科
学
の
急
激
な
発
展
の
端
緒
と
な
っ
た
こ
と
は
人
六
の
知
る
と
お
り
で
あ
る
。
恒
常

不
変
の
物
理
法
則
の
発
見
と
そ
の
定
式
化
と
は
、
個
人
の
行
為
を
指
導
す
る
自
然
法
則
の
探
求
に
人
六
を
馳
り
立
て
た
。
そ
の
結
果

と
し
て
、
杜
会
生
活
を
規
律
す
る
も
の
と
し
て
国
家
の
存
在
が
必
要
な
も
の
で
あ
る
と
か
、
望
ま
し
い
も
の
で
あ
る
と
か
い
っ
た
教

説
を
無
条
件
に
受
け
容
れ
る
者
は
紗
く
な
り
、
む
し
ろ
、
国
家
権
力
が
杜
会
・
経
済
生
活
に
干
渉
し
な
い
こ
と
こ
ン
、
望
ま
し
い
こ
と

で
あ
り
、
必
要
な
こ
と
で
あ
る
と
し
、
か
れ
ら
の
生
活
を
規
律
す
る
も
の
は
権
力
で
な
く
て
む
し
ろ
「
自
然
の
秩
序
」
で
あ
る
と
す

る
思
想
が
次
第
に
遍
満
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
ン
、
し
て
、
こ
の
よ
う
な
新
見
解
は
や
が
て
中
世
的
基
督
教
的
白
然
法
思
想
を
改
編

し
て
、
信
仰
か
ら
で
な
く
理
性
の
立
場
か
ら
打
ち
建
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
新
し
い
哲
学
的
基
礎
の
上
に
編
み
上
げ
ら
れ
た
新
し
い

白
然
法
理
論
は
、
蓬
か
に
歴
史
的
時
代
を
隔
て
た
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
そ
れ
と
近
代
と
を
繋
ぐ
役
割
を
果
し
た
か
の
よ
う
に
思
カ
れ

る
。
ス
ト
ァ
哲
学
の
影
響
下
に
お
か
れ
た
ロ
ー
マ
の
法
律
家
達
は
、
一
切
の
法
律
の
根
源
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
綜
合
で
も
あ
る
よ
う

な
窮
極
的
な
白
然
の
法
則
を
探
求
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
成
果
は
、
ま
さ
に
近
代
的
世
界
に
み
ら
れ
る
と
同
様
に
、
杜
会
経
済
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
財
産
や
契
約
に
関
す
る
法
制
と
な
っ
て
結
実
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
然
秩
序
の
教
義
が
典
型
的
に
顕
わ
れ
て
い
る
も
の
の
一
つ
に
－
■
Ｏ
ｏ
ぎ
　
の
『
民
政
論
』
（
弓
、
・
、
庄
。
。
、
。
目
〇
一
邑

○
。
秦
；
毒
昇
畠
芦
）
が
あ
る
。
こ
の
著
作
の
根
底
に
は
、
原
初
的
自
然
状
態
に
お
け
る
人
問
は
白
由
で
平
等
で
独
立
し
て
い
て
何

ら
の
従
属
関
係
に
も
お
か
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
想
定
が
あ
っ
た
。
す
た
わ
ち
、
人
問
の
白
然
状
態
に
あ
っ
て
人
問
相
互
ｏ
閑
係

　
　
　
経
済
と
政
治
に
お
け
る
自
由
の
展
生
臼
（
高
橋
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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）
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を
規
律
す
る
も
の
は
自
然
法
で
あ
る
と
し
て
、
国
家
の
必
要
は
、
自
然
状
態
に
お
け
る
行
政
的
権
力
の
欠
如
が
呼
び
お
こ
し
た
も
の

で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
杜
会
は
そ
の
合
意
に
よ
っ
て
の
み
国
家
的
治
配
に
従
う
の
で
あ
る
。
人
問
は
本
源
的
に

生
命
、
自
由
、
財
産
に
つ
い
て
、
自
然
か
つ
不
可
譲
の
権
利
を
享
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
人
が
創
っ
た
政
府
が
こ
れ
を
勝
手

に
制
限
し
た
り
圧
縮
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
さ
に
自
然
法
を
干
犯
す
る
も
の
で
あ
り
、
被
害
者
に
よ
っ
て
覆
減

さ
れ
る
に
値
い
す
る
犯
罪
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
忠
想
は
｝
自
昌
¢
や
自
隼
Ｏ
プ
ォ
昌
や
フ
ラ
ソ
ス
重
農

主
義
者
た
ち
の
手
で
さ
ら
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
白
然
法
は
、
室
胃
９
實
３
巨
崔
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ま
胃
ｏ
が
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
人
問
が
み
だ
り
に
改
変
で
き
ぬ
も
の
で
あ
り
、
事
物
の
本
質
、
人
間
の
本
性
に
根
ざ
し
て
お
る
も

の
で
、
そ
れ
は
ま
さ
に
神
の
意
思
の
顕
現
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
神
が
人
問
の
幸
福
の
た
め
に
与
え
給
う
た
調
和
の
大
秩
序
な

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
白
然
法
は
決
し
て
具
体
的
に
は
提
示
し
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
論
老
は
こ
れ
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
た
が
、
そ

れ
は
几
て
の
人
々
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
わ
け
で
な
く
、
た
だ
杜
会
の
内
面
に
働
い
て
い
る
法
則
を
視
る
眼
を
も
っ
た
知
識
人
に

と
っ
て
の
み
白
明
の
理
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
自
然
法
は
外
界
の
事
物
を
観
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
ら
れ
る
認
識
で
は
な
く
て
、

む
し
ろ
、
　
内
界
の
原
理
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
顕
わ
に
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
　
人
間
の
白
然
状
態
を
描
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
い
か
に
も
科
学
的
実
証
的
根
拠
に
基
づ
く
教
説
で
あ
る
か
の
よ
う
に
装
う
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
所
詮
は
封
建
的
・
中
此
的
世

界
の
伝
統
に
立
っ
て
、
権
利
義
務
の
固
定
し
た
杜
会
秩
序
を
規
定
す
る
ス
コ
ラ
的
慨
川
の
蹄
襲
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。
か
の
＞
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

ｏ
ｏ
邑
｝
す
ら
、
　
こ
の
教
説
の
科
学
的
理
論
的
解
明
へ
の
鍵
を
見
出
す
こ
と
に
成
功
し
た
と
は
言
い
難
い
で
あ
ろ
う
。
ｎ
然
法
旧
心
想

は
そ
の
も
の
と
し
て
は
極
め
て
素
朴
暖
昧
な
も
の
で
、
近
代
生
活
の
要
求
に
そ
Ｏ
ま
ま
妥
当
す
る
に
は
余
り
に
も
含
蓄
的
た
理
念
で



あ
る
。
し
か
し
、
近
代
経
済
生
活
の
統
一
を
そ
の
内
側
か
ら
支
え
た
個
人
主
義
な
い
し
自
由
放
任
の
思
想
は
、
こ
こ
に
そ
○
源
流
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
杜
会
の
本
源
的
客
体
は
個
人
で
あ
っ
て
、
国
家
あ
る
い
は
何
ら
か
抽
象
的
な
本
体
と
い
っ
た
も
の
で
は
な

い
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
の
個
人
生
活
に
対
す
る
干
渉
は
最
小
限
度
に
止
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
生
命
、
自
由
、
所

有
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
自
然
権
の
擁
護
に
限
定
し
集
中
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
秩
序
あ
る
経
済
体
制
は
、
国
家
権
力
に
よ
る
統

制
に
よ
っ
て
で
な
く
て
、
各
個
人
の
利
己
心
に
基
づ
い
て
経
営
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
自
然
法
思
想
の
こ
の
よ
う
な
展
開
が
、

政
治
経
済
の
基
本
的
体
制
を
果
し
て
カ
オ
ス
で
な
く
て
秩
序
の
世
界
へ
形
成
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
五
　
近
代
の
白
由
企
業
制
度
が
そ
の
根
底
に
個
人
主
義
忠
想
を
横
た
え
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
個
人
主
義
は
い

う
ま
で
も
な
く
、
個
人
に
至
高
の
尊
厳
を
認
め
る
理
念
で
あ
り
、
人
が
固
有
す
る
礼
節
と
理
性
に
信
頼
し
、
し
た
が
っ
て
主
体
を
超

越
す
る
権
威
の
存
在
を
原
理
的
に
は
否
認
す
る
立
場
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
《
三
ら
く
己
毒
豪
昌
〉
は
言
葉
と
し
て
は
比
較
的
新
し
い

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
念
は
長
い
人
問
の
精
神
史
を
貫
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ァ
で
は
ペ
ロ
ポ
ネ
ソ
ス
戦
争

時
代
に
、
集
団
よ
り
も
個
人
を
讃
え
る
思
潮
が
現
わ
れ
て
お
る
が
、
こ
れ
が
哲
学
的
価
値
体
系
の
中
に
明
瞭
に
姿
を
み
せ
た
の
は
、

ス
ト
ァ
派
哲
学
に
お
け
る
自
然
秩
序
の
探
求
と
結
ぴ
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
中
世
キ
リ
ス
ト
教
に
あ
っ
て
も
、
人
問
の
平
等
と
個
人
の

価
値
が
ン
、
の
教
義
の
中
核
を
形
成
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
長

い
歴
史
的
伝
統
に
立
っ
て
い
る
個
人
主
義
の
理
念
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
が
十
八
世
紀
に
立
っ
て
、
特
に
重
大
た
意
味
を
も
っ
て
語
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
は
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
前
時
代
に
お
け
る
こ
の
理
念
の
実

践
的
効
火
は
極
め
て
散
発
的
な
も
の
で
時
代
の
趨
勢
を
変
え
る
て
い
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
十
八
世
紀
に
お
け
る
そ
れ
は
、
当

　
　
　
経
済
と
政
治
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展
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代
の
一
－
一
一
バ
世
界
の
政
治
・
経
済
に
新
し
い
動
勢
を
与
え
、
そ
の
局
面
を
一
変
さ
せ
る
ほ
ど
の
深
刻
な
意
味
竃
つ
原
理
と
し

て
妥
当
し
た
の
で
あ
る
石
人
主
義
原
理
の
経
済
体
制
一
の
導
入
が
も
た
ら
し
た
効
果
は
、
過
去
の
歴
史
的
時
代
に
比
較
す
る
も
の

を
見
出
せ
き
ほ
ど
高
度
の
発
展
で
君
、
僅
三
世
紀
足
ら
ず
の
問
に
示
し
た
経
済
的
発
展
の
記
録
は
、
一
、
れ
以
前
の
全
人
類
に
亙

る
も
の
よ
り
も
大
き
な
も
の
で
あ
る
・
同
様
に
・
政
治
生
活
の
場
面
に
お
い
て
も
、
人
間
が
政
治
的
経
済
的
自
由
竺
目
子
受
し
つ
つ
生

き
た
期
問
は
過
去
の
い
ず
れ
の
時
代
よ
り
も
長
い
と
い
え
よ
う
。

個
人
主
義
の
理
念
は
人
問
の
精
神
史
の
中
で
旧
い
座
を
占
め
て
い
る
と
い
つ
て
も
、
そ
の
顕
現
の
仕
方
は
時
代
に
着
民
族
に
よ

っ
て
異
っ
て
青
・
し
た
が
っ
て
そ
の
意
義
も
ま
た
異
っ
て
附
与
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
口
↓
人
に
と
つ
て
の
個
人

主
義
は
特
定
の
階
層
の
者
に
つ
い
て
の
み
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
て
、
個
人
の
権
利
に
対
立
す
る
権
威
の
源
流
は
純
粋
理
性
、
正

義
・
歴
史
・
白
然
・
神
と
い
っ
た
ふ
う
に
配
列
さ
れ
た
も
の
で
あ
つ
た
。
声
・
。
勺
。
箏
。
。
、
の
個
人
主
義
は
。
、
弓
。
。
一
、
、
、
三
、
と
同

様
に
ア
ナ
キ
ズ
ム
ヘ
の
接
近
を
示
す
も
の
で
あ
」
り
、
○
ｏ
辻
津
○
ｏ
ぎ
ｇ
は
神
権
政
治
の
主
張
に
通
ず
る
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う

に
・
個
人
主
義
は
時
代
に
よ
り
人
に
よ
っ
て
様
六
な
ニ
ュ
ァ
ソ
ス
を
も
つ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
近
代
初
頭
期
に
お
け
る

政
治
家
嚢
家
思
想
家
た
ち
に
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
何
の
暖
昧
さ
差
い
も
の
で
あ
つ
た
。
す
奈
ち
、
重
商
主
義
の
籍

か
ら
の
個
人
の
解
砦
意
味
す
る
点
に
お
い
て
、
ひ
と
し
く
特
定
の
意
碧
担
つ
た
原
理
と
さ
れ
て
い
た
の
で
雲
。
人
戊
は
自
己

を
代
表
す
る
政
府
蓋
青
由
を
持
っ
て
盲
、
し
た
が
っ
て
も
し
欲
す
る
奮
こ
れ
葦
命
す
含
由
篭
つ
。
個
人
習
由
が

政
治
体
制
の
基
本
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
の
独
立
宜
言
が
、
ン
、
の
冒
頭
で
謁
つ
て
い
る
よ
う
に
、
ン
、
れ
は
ま
さ
に
政
治
の
目
的
で
あ
つ

て
手
撃
簑
い
；
れ
は
政
治
の
実
ら
ず
、
経
済
的
茱
に
き
て
集
極
膿
か
つ
目
一
体
的
で
あ
る
。
す
套
ち
、
各
個
人

は
繋
選
択
Ｏ
ｎ
由
姦
ち
、
彼
鼻
・
舞
管
的
と
こ
れ
亮
現
す
る
た
め
・
孟
蓋
択
す
る
畠
莞
つ
て
い
一
。
。
ま
た



人
は
彼
の
好
む
と
こ
ろ
に
従
っ
て
資
源
を
使
用
し
、
彼
の
経
済
的
判
断
を
抑
圧
す
る
重
商
主
義
的
姪
楴
か
ら
脱
却
し
、
他
人
と
自
由

に
交
房
し
た
り
組
織
を
造
っ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
人
は
白
己
の
好
む
ま
ま
に
自
己
の
経
済
的
在
り
方
を
し
つ
ら
え
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

自
已
の
労
働
の
成
果
を
自
由
に
享
受
し
、
国
家
的
制
約
の
最
小
の
場
で
白
己
の
仕
事
を
管
理
す
る
白
由
を
持
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
個
人
の
政
治
的
経
済
的
自
由
の
原
理
が
現
実
に
は
衆
し
て
何
の
よ
う
な
形
で
顕
現
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に

は
、
こ
の
理
念
の
も
つ
他
の
側
面
、
す
な
わ
ち
■
ｐ
家
竃
｛
巴
冨
の
思
想
に
つ
い
て
み
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
■
ｐ
雰
竃
－
巴
篶
の
主
張
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
個
人
主
義
忠
潮
の
高
揚
に
伴
っ
て
、
そ
の
よ
り
積
極
的
側
面
を
強
調
す
る
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
個
人
の
尊
厳
を
擁
立
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
「
政
策
」
に
ま
で
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

政
治
・
経
済
生
活
の
衰
弱
か
ら
立
ち
直
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
農
主
義
を
奉
ず
る
人
達
が
干
渉
が
ま
し
い
政
府

に
対
し
て
「
勝
手
に
さ
せ
ろ
」
と
要
求
し
た
と
こ
ろ
に
起
元
を
も
つ
成
語
で
あ
る
。
個
人
主
義
理
念
の
具
体
化
と
し
て
の
経
済
的
自

由
は
必
然
的
に
因
家
の
干
渉
を
拒
否
す
る
が
、
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
ゆ
る
統
制
を
絶
対
に
拒
択
し
た
わ
け
で
は
な
く
て
、
最
小

限
度
に
お
し
止
め
よ
う
と
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
広
範
に
渉
る
重
商
主
義
的
因
家
統
制
に
較
べ
て
、
そ
の
統
制
に
制
限
を
加

え
よ
う
ピ
す
る
、
い
わ
ば
「
限
定
因
家
」
の
理
論
で
あ
っ
た
。
立
論
の
出
発
点
は
国
家
で
な
く
て
個
人
で
あ
る
。
人
や
杜
会
の
福
祉

は
、
因
家
の
指
導
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、
個
人
の
創
造
的
行
為
に
よ
っ
て
連
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
国
家
の
干
渉
は
人
や
杜
会

の
最
大
の
利
益
の
た
め
に
は
む
し
ろ
有
害
で
さ
え
あ
る
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
＞
．
○
ｏ
邑
亭
の
『
国
宮
論
』
（
ミ
、
ミ
§
県
き
ぎ
妻
・

ミ
豪
．
）
は
、
個
人
な
い
し
杜
会
の
福
祉
の
増
進
に
と
っ
て
、
重
商
主
義
的
統
捌
が
い
か
に
的
は
ず
れ
の
も
の
で
あ
り
非
能
率
な
も

の
で
あ
る
か
の
非
難
に
充
ち
て
い
る
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
個
人
的
ｎ
由
の
実
現
を
願
望
す
る
悲
願
の
書
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

－
Ｏ
。
；
二
も
桁
摘
し
て
い
る
と
お
り
国
家
の
干
渉
は
極
小
Ｏ
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
そ
の
統
制
を
強
化
拡
大
に
あ
た

　
　
　
経
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政
治
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五
二
　
（
五
二
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っ
て
の
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
義
務
は
、
国
家
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
個
人
の
側
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
白
由
放
任
は
ま
さ
に
一

般
原
則
で
あ
っ
て
、
よ
ほ
ど
の
理
由
が
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
原
則
か
ら
の
逸
脱
は
罪
悪
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
点
の
経

済
生
活
に
対
す
る
干
渉
は
、
限
ら
れ
た
資
源
か
ら
最
大
の
欲
求
充
足
を
獲
よ
う
と
、
個
人
的
利
益
を
追
求
す
る
人
問
の
白
然
の
性
情

に
も
と
る
も
の
で
あ
る
・
白
由
市
場
の
機
構
を
撹
乱
す
る
こ
と
は
、
個
人
や
杜
会
の
福
祉
を
増
進
す
る
た
め
の
最
も
能
率
的
資
源
利

用
を
阻
害
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
ス
ミ
ス
の
経
済
学
が
与
え
た
影
響
が
広
範
か
つ
深
刻
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
因
富
論
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
９
）

が
実
業
家
や
政
治
家
達
に
与
え
た
衝
撃
が
極
め
て
大
き
か
っ
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
■
｝
。
■
も
桁
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
彼

ら
白
由
主
義
経
済
の
使
徒
が
い
か
に
雄
弁
に
説
得
的
口
調
で
語
ろ
う
と
も
、
も
し
彼
の
教
説
を
受
け
容
れ
る
用
音
心
の
で
き
て
い
る
聴

衆
に
向
っ
て
呼
び
か
け
た
の
で
な
か
っ
た
ら
、
大
し
た
成
功
は
収
め
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
経
済
界
で
活
躍
す
る
人
六
は
、

国
家
の
統
例
が
な
い
方
が
得
白
の
生
活
向
上
に
有
利
な
こ
と
を
直
感
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
必
要
な
の
は
、
こ
の
直
感
を
回
ゴ
ス
的

に
加
工
す
る
作
業
で
あ
り
、
理
論
づ
け
に
よ
っ
て
客
観
化
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
国
球
的
制
約
か
ら
の
解
放
が
い
か
に
有
利

で
あ
る
か
を
班
実
と
し
て
知
っ
て
は
い
た
が
、
理
論
的
認
識
を
未
だ
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
杜
会
に
お
け
る
彼
ら
の
支
配
的
位
置
に

つ
い
て
、
経
済
学
者
が
誕
っ
た
讃
歌
を
き
く
こ
と
が
、
い
か
に
彼
ら
の
耳
に
快
か
っ
た
こ
と
か
。
悌
利
行
為
の
合
班
性
と
正
当
性
を

理
論
づ
け
た
こ
の
個
人
主
義
な
い
し
ｎ
由
放
任
○
哲
学
を
彼
ら
が
歓
迎
し
な
い
は
ず
が
な
い
。
ス
、
、
、
ス
の
教
説
を
嘉
納
し
た
の
は
何

も
実
業
球
ば
か
り
で
は
な
い
。
政
治
塞
も
一
般
人
民
も
同
じ
態
皮
で
こ
れ
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。
勺
葦
は
ス
、
、
、
ス
Ｏ
使
徒
で
あ
る
こ

と
を
ｎ
ら
認
じ
て
い
た
政
治
球
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
イ
ギ
リ
ス
は
ｎ
山
放
任
政
策
を
採
州
し
、
そ
れ
は
一
八
四
六
年
の
穀
物
条
件

の
廃
止
Ｏ
時
ま
で
続
け
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。



　
『
国
富
論
』
が
上
梓
さ
れ
た
一
七
七
六
年
は
あ
た
か
も
ア
メ
リ
ヵ
植
民
地
で
独
立
戦
争
が
戦
わ
れ
た
年
で
も
あ
る
。
こ
の
年
は
、

い
わ
ば
、
中
央
政
府
の
悉
意
的
統
制
に
抗
し
て
経
済
と
思
想
の
両
面
か
ら
反
撃
が
加
え
ら
れ
た
年
と
し
て
記
憶
さ
れ
る
べ
き
年
な
の

で
あ
る
。
ス
ミ
ス
が
イ
ギ
リ
ス
董
要
主
義
に
批
判
の
的
を
見
出
し
た
と
同
様
に
、
ア
メ
リ
カ
人
も
ま
た
こ
れ
に
絶
好
の
攻
撃
〔
標
を

見
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
個
人
主
義
や
代
表
制
政
府
の
理
論
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
新
大
陸
こ
そ
最
も
肥
沃
な
耕
地
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
企
業
活
動
に
よ
る
開
発
を
待
っ
て
い
る
豊
か
な
大
陸
に
こ
そ
個
人
の
創
意
が
一
段
と
意
味
を
持
っ
た
と
い
え
よ
う
。

母
国
か
ら
遠
く
隔
離
し
て
い
る
た
め
や
不
法
収
引
の
盛
行
な
ど
の
た
め
に
、
本
国
の
重
商
主
義
的
規
制
が
次
第
に
弛
緩
し
て
い
く
傾

向
が
、
白
由
経
済
の
制
度
を
実
現
す
る
に
格
好
の
条
件
を
提
供
し
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ
る
。
だ
が
、
ア
メ
リ
ヵ
植
民
者

の
眼
か
ら
み
れ
ば
、
彼
ら
の
代
表
者
を
参
加
さ
せ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
イ
ギ
リ
ス
政
府
に
よ
っ
て
、
悉
意
的
な
仕
方
で
掠
奪
的
統
制

を
受
け
て
い
る
と
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
植
民
者
の
不
満
は
、
商
品
に
対
す
る
不
当
な
課
税
や
英
帝
因
法

規
の
時
代
錨
誤
な
適
川
に
集
巾
し
て
い
た
が
、
こ
れ
が
七
年
戦
争
に
引
続
く
経
済
的
不
況
に
煽
ら
れ
て
、
つ
い
に
独
立
戦
争
に
ま
で

踏
み
切
ら
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三

　
以
上
概
概
し
た
よ
う
に
、
杜
会
は
不
断
に
流
動
の
過
程
に
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
を
劃
分
す
る
杜
会
組
織
の
転
変
は

突
如
と
し
て
起
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
先
行
す
る
時
代
の
巾
に
解
体
の
契
機
が
醸
成
さ
れ
、
克
服
さ
れ
る
べ
き
矛
盾
が
集
中

し
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
課
魁
が
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
人
六
は
火
敢
な
実
践
に
よ
っ
て
、
新
し
い
杜
会
組
織
が
達
成
さ
れ

て
き
た
の
で
あ
ろ
。
歴
史
的
創
逃
的
班
象
は
、
し
た
が
っ
て
、
単
に
き
急
ぎ
ｏ
（
こ
の
の
ち
に
）
で
は
な
く
て
羊
。
曳
へ
、
ぎ
、
（
こ
の

　
　
　
経
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た
め
に
）
生
み
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
か
つ
消
え
か
つ
結
び
て
止
ま
る
こ
と
を
知
ら
」
ぬ
流
れ
に
浮
か
ぶ
泡
沫
を
の
み
な
が

め
る
鴨
長
明
老
流
の
観
照
的
立
場
か
ら
は
、
到
底
歴
史
的
杜
会
的
現
実
の
真
相
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
深
い

底
流
に
あ
る
も
の
の
動
勢
を
さ
ぐ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
十
八
世
紀
に
お
い
て
素
張
ら
し
い
飛
沫
を
あ
げ
た
政
治
的
．
経
済
的
白

由
の
流
れ
も
、
そ
の
源
流
は
遠
く
歴
史
的
過
去
の
時
代
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
古
い
過

去
ピ
十
八
世
紀
と
を
結
ぶ
一
と
筋
の
糸
を
、
経
済
史
的
に
も
忠
想
史
的
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
十
八
世
紀

に
お
け
る
政
治
・
経
済
思
想
が
果
し
た
影
響
の
広
大
さ
は
、
こ
の
時
以
前
の
杜
会
史
的
杜
会
に
お
い
て
、
間
題
の
解
決
の
た
め
に
な

さ
れ
た
い
か
な
る
試
み
も
比
較
に
な
ら
な
い
て
い
の
も
の
で
あ
っ
た
。
個
人
企
業
制
度
と
民
主
主
義
政
体
、
こ
れ
が
「
白
由
」
の
近

代
的
実
現
形
態
で
あ
っ
・
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
制
度
は
、
現
実
に
は
、
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
ら
は
当
初
か
ら
現
代
ま
で
、
果
し
て
ど

の
よ
う
な
連
関
を
も
っ
て
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
全
杜
会
史
を
通
じ
て
み
る
と
き
、
経
済
生
活
に
対
す
る
国
家
の
全
面
的
統
制
は
、
限

定
さ
れ
極
小
化
さ
れ
た
統
制
に
比
べ
て
、
は
る
か
に
支
配
的
で
あ
っ
た
。
中
央
集
権
的
経
済
権
力
の
方
が
個
別
的
分
権
経
済
活
動
よ

り
も
よ
り
一
般
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
政
治
的
・
経
済
的
ｎ
由
が
全
盛
期
を
迎
え
た
十
九
世
紀
こ
そ
は
、
逆
に
集
権
的
経
済
統
制

が
加
速
度
的
に
推
進
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
こ
と
に
、
ｎ
由
放
任
の
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ァ
時
代
は
二
つ

の
集
権
的
時
代
に
挾
ま
れ
た
寸
時
の
幕
問
に
す
ぎ
な
い
。
今
目
の
わ
れ
わ
れ
は
、
一
極
に
共
産
主
義
の
政
治
．
経
済
体
制
を
も
ち
、

他
極
に
費
本
主
義
の
そ
れ
を
も
っ
て
い
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
現
実
の
姿
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
理
念
型
が
示
す
よ
う
な

も
の
で
は
な
く
、
様
六
な
杜
会
十
工
義
体
制
や
況
合
経
済
の
体
制
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、
個
人
の
政
治
的
．
経
済
的

自
由
は
何
処
へ
行
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
基
本
的
人
権
に
し
ば
し
ば
限
定
を
加
え
た
り
、
時
と
し
て
は
隷



属
的
奉
仕
を
強
い
る
国
家
と
は
一
体
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
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．
乍
・
身
事
ぎ
妻
・
ら
ま
・
二
；
・
旨
麦
ユ
嘗
；
二
婁
；
麦
。
、
・
Ｃ
；
、
一
・
・
一
讐
、
一
、
二
竃
二
、
・
…
・

　
　
　
（
２
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。
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．
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．
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（
６
）
　
自
然
法
思
想
に
関
し
て
は
拙
著
『
杜
会
思
想
史
研
究
」
殊
に
、
第
一
部
第
二
「
正
義
の
座
と
し
て
の
自
然
法
思
想
の
展
開
」
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冒
菱
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